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（様式７ 終了時Ａ） 

研究プロファイルシート（終了時評価） 

研究課題名： A3 台風の進路予報・強度解析の精度向上に資する研究 

（副課題１）全球及び領域解析・予報システムを用いた台風進路予報の精度向上

に関する研究 

（副課題２）台風の強度推定と急発達・構造変化過程の解明及び予測可能性に

関する研究 

研究期間：平成 26 年度～平成 30 年度（5 年目） 

研究代表者 

H26：   竹内 義明  （台風研究部 部長） 

H27-H28: 高野功  （台風研究部 部長） 

H29-H30: 青梨和正 （台風研究部 部長） 

研究担当者 

H26： 

（副課題１） 

[台風研究部]○青梨和正、上清直隆、石橋俊之、山口宗彦、小田真祐子 

[予報研究部]吉村裕正、國井勝 

[気候研究部]新藤永樹 

[気象衛星・観測システム研究部]石元裕史、岡本幸三 

（副課題２） 

[台風研究部]○北畠尚子、和田章義、小山亮、沢田雅洋、嶋田宇大、櫻木智明 

[予報研究部]川畑拓矢、國井勝 

H27： 

（副課題１） 

[台風研究部]○青梨和正、上清直隆、和田章義、石橋俊之、山口宗彦、小田真祐

子 

[予報研究部]吉村裕正、國井勝 

[気候研究部]新藤永樹 

[気象衛星・観測システム研究部]石元裕史、岡本幸三 

（副課題２）[台風研究部]○北畠尚子、和田章義、大和田浩美、小山亮、沢田雅洋、

嶋田宇大、 

[予報研究部]川畑拓矢、國井勝 

H28： 

（副課題 1） 

［台風研究部］○青梨和正、和田章義、石橋俊之、山口宗彦、小田真祐子、 

（併任：数値予報課）雁津克彦、（客員）金田幸恵 

［予報研究部］吉村裕正、國井勝 

［気候研究部］新藤永樹 

［気象衛星・観測システム研究部］石元裕史 

（副課題 2） 
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［台風研究部］○岡本幸三、和田章義、小山亮、入口武史、沢田雅洋、嶋田宇大、

（併任：数値予報課）大和田浩美 

［予報研究部］川畑拓矢、國井勝 

H29： 

（副課題１） 

［台風研究部］○中川雅之、岡本幸三、和田章義、石橋俊之、山口宗彦、小田真

祐子、（併任：数値予報課）齋藤慧、（客員）金田幸恵、中澤哲夫、佐藤信夫 

［予報研究部］吉村裕正 

［気候研究部］新藤永樹 

［気象衛星・観測システム研究部］石元裕史、上清直隆 

（副課題 2） 

［台風研究部］○岡本幸三、和田章義、小山亮、入口武史、沢田雅洋、嶋田宇大、

柳瀬亘、（併任：数値予報課）大和田浩美 

［予報研究部］川畑拓矢 

H30： 

（副課題１） 

［台風研究部］○中川雅之、岡本幸三、和田章義、石橋俊之、山口宗彦、小田真

祐子、（併任：数値予報課）齋藤慧、（客員）金田幸恵、中澤哲夫、佐藤信夫 

［予報研究部］吉村裕正 

［気候研究部］新藤永樹 

［気象衛星・観測システム研究部］石元裕史、上清直隆 

（副課題 2） 

［台風研究部］○岡本幸三、和田章義、小山亮、入口武史、沢田雅洋、嶋田宇大、

柳瀬亘 

［予報研究部］川畑拓矢 

 

１．研究の背景・意義  

自然災害による被害の中でも台風災害は大きな割合を占めており、その軽減のため、

台風に関する防災気象情報の精度向上が求められている。気象研究所は、気象庁業務

である台風の進路予報や強度解析の精度向上に資するための研究を行うことにより、

社会の要請に応える必要がある 

（副課題１）台風進路に関する理論的研究は成熟しつつあるものの、気象庁現業にお

ける台風進路予報には改善の余地が残されている。特に熱帯海洋上の現場観測データ

は非常に少ないことから、大気解析・予報システムにおける気象衛星観測データの利

用促進、データ同化手法の高度化と大気物理過程の精緻化は、台風の解析・予報精度

を改善する上で重要な研究項目である。 

（副課題２）台風強度に関する研究においては、気象衛星データによる強度推定には

誤差が含まれていることが古くから知られている。その改善には台風発達過程を考慮

する必要があるものの、特に台風の急発達過程は未解明であり、このことが台風強度

推定に加え、強度予報の活路が見出せない原因となっている。台風の構造変化と台風

強度変化の関わりや急発達過程における物理過程の果たす役割の解明は、強度推定及

び強度予測の精度向上において鍵となる。 

 

２．研究の目的 

（全体）台風進路予報の改善と台風強度の実況推定及びその予報可能性に焦点を当て
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た研究を行い、気象庁が実施する台風解析・予報業務の改善に資する。 

（副課題１）全球解析・予報システムと領域解析・予報システムを用いて、台風進路

予報の精度向上に資する研究を行う。 

（副課題２）台風の強度・構造変化の予報の改善に必要な、台風強度推定の精度向上、

急発達・構造変化過程の解明、及び台風強度等の予測可能性に関する研究を行う。 

 

３．研究の目標 

（全体）台風進路予報の精度向上のため、全球及び領域解析･予報システムの構築･改

良を行い、予測精度に影響を与える要因を分析する。また、台風強度解析の精度向上

のため、衛星等リモートセンシングデータを用いた強度推定手法を改良する他、特に

急発達・構造変化過程を解明し、強度予報の予測可能性に関する知見を得る。 

（副課題１）全球解析・予報システムと領域解析・予報システムを用いて、台風進路

予報の精度向上に資する研究を行う。 

1-a) 雲降水域での衛星データ、特に、ひまわり８号のデータを全球大気データ同化

システムへ導入する。初期場の改善により台風進路予報の改善を図る。次世代に

つながる新しいデータ同化手法の開発に着手する。 

1-b) 気候モデルで効果のあった積雲対流スキームを全球モデルに導入する。その他

の物理過程についても、気候モデルで効果のあったスキームを導入する。それら

により、台風進路予報の改善を図る。 

1-c) 台風進路予報のため、領域非静力データ同化システムを開発する。雲降水域の

衛星リモセンデータを領域非静力データ同化システムへ導入する手法を開発する。

初期場の改善より台風進路予報の改善を図る。 

1-d) 台風進路予報誤差が大きかった事例等について、TIGGE データや特別観測プロジ

ェクト等のデータを用い、誤差要因とその改善方策に関する知見を得る。 

（副課題２）台風の強度・構造変化の予報の改善に必要な、台風強度推定の精度向上、

急発達・構造変化過程の解明、及び台風強度等の予測可能性に関する研究を行う。 

2-a) 台風強度推定手法の改善： 衛星観測データによる既存の台風強度推定法の検

証に現業ドップラーレーダーデータを活用すると共に、検証結果を元に推定手法

を改良し、その精度向上を図る。 

2-b) プロセス解明・予測可能性の検討：台風の急発達・構造変化過程について、観

測データ解析及び数値シミュレーションを用いてプロセスを解明するとともに、

モデルパラメータ設定や物理過程の影響を調べることにより、強度予報の精度向

上に資する知見を得る。 

2-c) 顕著事例解析：日本に大きな影響を与えた台風事例について、観測データ解析・

数値シミュレーションにより強雨・強風構造のメカニズム解明を行う。 

 

４．研究結果 

（１）成果の概要 

 （全体） 

台風進路予報改善のために、全球、領域の予報解析システム（特に全球同化と物理

過程）の改良の研究と、これらのシステムへの衛星観測データの同化の研究を着実に

進めた。衛星やレーダーを用いた強度推定手法の開発・検証・改良は順調に進み、本
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庁への導入も行った。これらのプロダクトや、数値予報モデルを用いた急発達や構造

変化プロセスの調査も進展した。 

台風予報・解析技術高度化プロジェクトチームのために、台風発生予測ガイダンスの

開発、進路予報ガイダンスの高度化に関する開発、5 日先台風強度予報ガイダンスの

開発を行い、成果を本庁に提供した。 

（副課題１） 

1-a) 全球大気データ同化システム開発 

〇雲降水域での衛星データの導入 

・MRI-NAPEX を使って、簡易雲（simple-cloud）スキームに基づいてひまわり 8 号

の雲域観測データ全球同化実験を行った。雲域を同化することで同化利用されるデ

ータ増加と解析インパクトを確認するとともに、対再解析による検証で同化実験の

進行とともに晴域同化に比較して高度場の改善を確認した。 

・全球データ同化システムにおいて全天候赤外輝度温度同化を行うため、雲散乱を

考慮した高速放射伝達モデルRTTOVを実行できるように同化前処理部分を改修した。

放射計算結果をひまわりの赤外輝度温度観測値やJoint-Simulatorによる計算結果

と比較しており、RTTOV は雲の効果が小さいことが分かった。 

・赤外ハイパーサウンダ AIRS の輝度温度データを用い、完全晴天域、及び下層雲

より上の晴天域を対象とした温度・水蒸気の 1 次元変分法（1DVAR）計算を幾つか

の観測事例について実施した。1DVAR で得られた飽和湿度領域の高度が

CloudSAT/CALIPSO データによる近傍の氷雲高度によく対応していることが確認で

き、1DVAR による温度・水蒸気推定が有効であることを示した。 

・ひまわり 8 号用 1DVAR 雲解析アルゴリズム（OCA、気象衛星センター開発）を導

入整備した。2015 年 8 月の台風事例や 2015 年 9 月の関東・東北豪雨事例解析、夏

季 1ヶ月の長期解析などを OCA で実施し、強い対流による氷雲粒径の特徴や粒子形

状情報との関係、巻雲の有効半径の日変化、高層雲発生頻度などを明らかにした。 

〇新しいデータ同化手法の開発：アンサンブルを用いた全球大気同化システムの高

度化 

・決定論的なデータ同化とアンサンブル生成のためのデータ同化を共に変分法同化

で統一的に行う同化システムを MRI-NAPEX 上で開発した。本同化システムは、局所

化をモデル空間で行うことができ、開発や運用資源を一つのシステムに集中できる

ため、従来の変分法とアンサンブルカルマンフィルタによる同化システムより優れ

ている。 

・同システムで一か月間の解析、予報サイクル実験を実施し、従来の 4DVAR に比べ、

解析、予報精度が顕著に向上することを示した。特にメンバー数を 192 まで増加さ

せることによって、気候学的な誤差情報を全く使わなくても精度が顕著に改善する

ことが分かった。また、随伴モデルを使わない場合でも、気候学的な情報を 20%混

ぜることで、予報初期などで精度改善が得られることが分かった。 

・従来の 4DVAR と比較しながら、背景誤差共分散行列のモード数とコストの収束の

関係、背景誤差構造等の解析を行った。局所化関数のモード数は高解像度化に対し

て敏感ではないこと等が分かった。理論面では、統一的な定式化、非一様局所化手
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法、弱拘束との関係を明らかにした。 

・本解析手法の解析場の自由度（アンサンブル予報と局所化行列のモードからなる）

が十分に大きいため、一か月の解析、予報実験により、次項の観測情報の拡充と併用

することでさらに精度が向上した。 

・アンサンブルデータ同化、及び予測における信頼度を評価するために、観測に対す

るアンサンブル平均の平均二乗誤差の寄与を、バイアス、アンサンブルスプレッド、

観測誤差、残差の影響に分割した。データ同化のように予測時間が短い期間で信頼度

を評価する場合、観測誤差の情報を適切に取り込むこと、また信頼度を改善するため

にはモデルに起因する誤差成長を考慮することが重要であると分かった。 

・アンサンブルを用いた変分法同化法の開発のためにアンサンブル予報誤差相関構

造を調査した。その結果、相関スケールが緯度方向、降水域、非降水域、高度によっ

て異なることが分かった。また、制御変数間の相関についても調査し、主に降水域、

非降水域で異なることが分かった。 

〇新しいデータ同化手法の開発：観測情報の拡充による全球大気同化システムの高

度化 

・観測情報の拡充のために誤差共分散行列の高精度推定を MRI-NAPEX 上で行った。

推定は複数の手法を用いて行った。これにより、気象庁の全球大気同化システムで用

いている観測誤差標準偏差は概ねすべての観測種別に対して過大であり、特に衛星輝

度温度や従来型のリモートセンシング観測で顕著であることが分かった。背景誤差標

準偏差についても観測空間では過大であることが分かった。また、輝度温度観測につ

いては、特に水蒸気に感度のあるセンサについて、チャンネル間の誤差相関が無視で

きない大きさを持つことが分かった。輝度温度観測誤差の水平相関については、気温

に感度のあるセンサでは、50km 程度離れた観測間の誤差相関は無視できることが分か

った。 

・上記で推定した誤差共分散行列を全球データ同化システムに導入し、解析、予報

精度が顕著に改善することを一か月間の解析、予報サイクル実験で示した。特に推定

された背景誤差標準偏差を用いる代わりに、衛星の輝度温度観測や従来型の遠隔観測

にこれと対応する観測誤差膨張を与えた場合に最も精度が高くなることが分かった。

また、水平誤差相関の推定結果に基づき、衛星輝度温度について、従来の 10 倍の高

密同化を行い、予報精度が向上することを示した。 

・これらの開発は、気象庁システムへの導入を目指しており、4 次元変分法本体プ

ログラムや誤差評価プログラムなどについては数値予報課に提供済みであり、現業化

への検討作業が行われている。また、数値予報課観測データ処理グループ等へ知見を

提供した。 

・同化システムの中で観測誤差相関を考慮する方法として、特殊なアンサンブルを

使う方法を開発した。解析予報サイクル実験を行い、良好な精度が得られることが分

かった。 

〇新しいデータ同化手法の開発：観測データのインパクト評価 

・観測データのインパクト評価のため、最新の気象庁現業システムにインパクト評

価スキーム（Forecast Sensitivity to Observations: FSO）を MRI-NAPEX 上に構築
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した。 

・気象庁の 2010 年以降の複数の世代の数値予報システムの評価結果の比較から、

衛星気温度観測や GPS 掩蔽観測、赤外干渉計観測の重要性が増していること等が分か

った。また、評価ノルムへの依存性（乾燥及び湿潤トータルエネルギー）、観測領域、

観測時刻依存性などを明らかにした。評価結果については、数値予報課観測データ処

理グループ等に知見提供した。ECMWF との比較等から、気象庁システムでは水蒸気に

感度をもった輝度温度観測や赤外干渉計、成層圏以上の GPS 掩蔽観測の利用に改善の

余地があることが分かった。 

・従来の FSO の計算は、数値予報システムの随伴演算子によって実施するが、これ

には複数の仮定が入っている。このため新しく前方計算による計算のみで FSO を計算

するシステムを開発し、従来の FSO 計算と比較した。この結果、従来の手法でも観測

種別ごとの相対的な寄与は、十分良い近似で計算できていることが分かった。 

・これらの評価システムを用いて、大気海洋結合同化システム改善やバイアス補正

に貢献した。 

〇新しいデータ同化手法の開発：観測システムシミュレーション実験(OSSE) 

・3 種類の OSSE 手法を構築し、既存、仮想（将来）観測の解析、予報精度への影響

を評価した。輝度温度やラジオゾンデのインパクトは、定性的には 3つの手法で良く

一致した評価結果が得られるが、定量的には観測誤差等のパラメータの調整やアンサ

ンブルスプレッドの過小性の考慮が必要であることが分かった。 

・上記システムを使った、衛星搭載風ライダー（DWL）の OSSE の実施に向けて、品

質管理処理や誤差設定手法を調査し現業同化システムに組み込み、同化実験を行った。

実験結果を詳細に分析し、DWL は数値予報精度を改善すること、特に熱帯域で大きい

こと、品質管理や誤差は従来研究よりも詳細な設定が必要であることが分かった。一

方、熱帯軌道搭載 DWL と極軌道搭載 DWL では明瞭なインパクトの違いは見られなかっ

た。 

〇新しいデータ同化手法の開発：数値予報システムの精度評価の高度化 

・数値予報システムの精度評価において、評価結果が予報誤差計算で真値の代替と

して用いた参照場（観測データや解析場）に依存することが従来から広く問題となっ

ている。これについて、対初期値検証が誤った結果に帰する条件の考察を行った。真

値として用いる解析場の誤差と予報誤差間の相関が誤った精度評価比較結果を与え

る場合があることが分かった。妥当な評価を行うには、予報と独立性の高い解析場を

用いることが最も重要であり、気象庁システムの評価については、例えば ERA5（ECMWF

による最新の再解析データセット）を真値代替場として用いるべきであることが分か

った。このほか、ラジオゾンデだけでなくすべての直接観測データを用いた検証ツー

ルや観測と第一推定値の差の評価ツールも開発し、これらを補助資料とすることで、

従来に比べて妥当性の高い評価システムを構築した。これらの成果については、数値

予報課に知見提供した。 

 

1-b) 全球モデル物理過程改良 

・Yoshimura et al. (2015)の対流スキームと Tiedtke 雲スキームを使用した NAPEX
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実験を行い、台風進路予測について現行モデルと比較して良好な結果が得られた。

気温バイアスは改善と改悪の両方が見られ、熱帯域の下層の低温バイアスは改善さ

れた。 

・地球シミュレータにおける 7km 解像度台風予測実験で、場合により発現する台風

の過発達は、雲スキームでの降水蒸発の上限値を廃止することにより軽減された。

また、海面からの顕熱が JAMSTEC の大気モデル NICAM や MSSG と比べて大きく、海

面からの顕熱を抑える修正を行うと台風の過発達が改善された。（一部の成果は、

JAMSTEC「地球シミュレータ特別推進課題 複数の次世代非静力学全球モデルを用い

た高解像度台風予測実験」関連） 

・気象研究所地球システムモデルの境界層過程に、乱流エネルギー予報式とアップ

ドラフトモデルのオプション、及び地表面過程に 2種類のオプションを開発・導入

し、長年の問題であった地表面付近の湿潤バイアス、900hPa 付近の乾燥バイアスが

低減した（一部の成果は、重点課題 C1-1 関連）。 

・最新の気象庁全球モデルに Kawai (2017)の層積雲スキームを導入し、TL159 の 4

メンバー一年積分実験（COOL 実験）および TL479 単発予報実験を行って、放射フラ

ックスのバイアスが減少する、下層雲の不自然に不連続な構造が解消するといった、

先行研究と整合する改善が見られた。数値予報課全球・台風グループに知見を提供

した。 

・TL479 単発予報実験から、冬型時の日本海において境界層の構造の表現が不自然

になっていること、浅い対流を強化することで改善する可能性があることを示した。

数値予報課全球・台風グループに知見を提供した。 

 

1-c) 領域大気データ同化システム開発 

〇領域非静力データ同化システムの開発 

・アンサンブルの各メンバーの解析値を計算するプログラムを開発し、アンサンブ

ルを用いた変分法的同化法の予報解析サイクルを構築した。台風 0404 号事例等に

ついて、本同化法によるマイクロ波放射計データの OSSE を行なった。その結果、

本同化法によって、台風 0404 号周辺の降水予報が６時間以上向上することが分か

った。 

・アンサンブルに基づく変分法的同化法プログラムに、全球週間アンサンブル予報

の摂動を取り入れる改良を行なった。また、2014 年台風第 11 号事例等について、

本同化法による TRMM 及び GPM マイクロ波放射計輝度温度データの同化実験を行な

った。その結果、台風周辺の降水や海上風速予報に対して 24 時間以上のインパク

トがあることが分かった。（一部の成果は、A1-2 と「文部科学省：HPCI(次世代スー

パーコンピュータ)戦略プログラム（分野３）防災・減災に資する地球変動予測 超

高精度メソスケール気象予測の実証」関連） 

・気象研究所非静力学大気モデルに局所アンサンブル変換カルマンフィルターを適

用した大気データ同化システム(NHM-LETKF)を台風研究に活用できるよう、気象研

究所計算機システムに同化システムを構築し、実際の台風事例（2008 年台風第 13

号及び 2009 年台風第 14 号）に適用した。この NHM-LETKF に、台風の中心気圧、位
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置データを直接同化する手法を組み込んだ。台風の中心気圧を地上気圧観測データ

とみなして同化する従来手法に比べ、データ同化によるインバランスが軽減された。

さらに、台風の強風半径情報を同化する手法を新規に開発し、2011 年台風第 12 号

の事例に応用し、進路予報に正のインパクトがあることを確認した。 

・NHM-LETKF に１次元海洋モデルを組み込み、2014 年台風第 11 号について事例解

析を実施した。海洋混合層スキームのパラメータを調整することにより、海面水温

予報値のバイアスが軽減し、海面水温予報値を次の解析に使用することが可能とな

った。このように海面水温予報値を引き継ぐことにより、台風強度変化がベストト

ラックと整合するようになった。また NHM-LETKF に海洋層モデル・波浪モデルを組

み込み､2008 年台風第 13 号について事例解析を実施した。波浪結合の効果は台風強

度変化に現れたのに対し、海洋結合が台風強度解析に与える効果は、海面水温初期

値を引き継がない場合は小さく、海面水温予報値を引き継ぐことにより、強度を弱

めるように作用することが分かった。さらに LETKF 部にて海面水温を制御化するよ

うに変更し、AMSRE の GDS2.0 L2P プロダクト(バージョン v7a)を用いて、海面水温

制御化が台風解析に与える効果について調査した。海面水温を制御下することによ

り、海面水温解析場は台風による海面水温低下域を良好にとらえ、また解析された

台風中心気圧変化は、気象庁ベストトラックにより近づいた。 

・水平解像度 15km の NHM-LETKF に海洋層モデル・波浪モデルを組み込み､2015 年台

風第 17 号、18 号及び関東東北豪雨について事例解析を実施した。衛星マイクロ波

海面水温 L2 データを６時間サイクルで同化することにより、海面水温、大気海洋

間の乱流熱フラックス分布の解析場が改善され、これにより従来システムでは西に

寄る傾向にあった線状降水帯の位置が東に移り、観測と整合するようになった。ま

た本システムの環境整備を実施し、水平解像度 5km での実行が可能となった。 

〇雲降水域の衛星データの領域非静力データ同化システムへ導入手法の開発 

・アンサンブルを用いた変分法的同化システムにおいて、衛星シミュレータ

(Joint-simulator)を実装し、JMA-NHM からの反射因子シミュレーション結果と、衛

星搭載レーダーGMP-Core/DPR の観測データを比較したところ、JMA-NHM は大粒子の

氷を過剰に生成し、氷散乱による反射因子が過度に強くなっていることが分かった。

この比較結果を元に、DPR 同化のための品管理処理（QC）を開発した。そして、201

年台風第 11 号に対して、DPR 反射因子データとマイクロ波放射計 GMI 輝度温度を直

接同化したところ、輝度温度データは水蒸気場などを広域で修正する一方で、輝度

温度データは台風中心付近の降水場を詳細に修正すること、それぞれ個別に同化す

るよりも両者を同化した場合に最も進路予報誤差が減少することが分かった。 

・マイクロ波放射計データから、非降水を仮定し、海上風速、海面温度、可降水量、

凝結水量、及び降水域の推定プログラムを開発した。また、このプログラムを応用

して、マイクロ波放射計データから、雲降水の有無を判定するアルゴリズムの開発

を始めた。 

・マイクロ波放射計データの前方計算値の精度を上げるため、TRMM の観測データと、

GANAL の地表面気温、可降水量、海上風速などの統計的な比較を行なった。その結

果、陸上の輝度温度の計算値に地表面気温に依存したバイアスがあること、海上の
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輝度温度の計算値に可降水量に依存したバイアスがあることが分かった。 

・ひまわり 8 号の全天候輝度温度を同化できるよう、NHM-LETKF を改良した。ここ

では、雲の効果に応じて動的に調整される QC や観測誤差の導入、観測誤差相関やガ

ウス性を考慮したバンド選択、局所化等のパラメータの調整を行っている。H27 関

東東北豪雨事例に対して全天候輝度温度の同化実験を行い、現業で実装されている

晴天輝度温度同化と比較することにより、気温や水蒸気、風の解析場の改善や、線

状降水帯の予測可能性が向上することを示した。 

 

1-d) TIGGE データ等を用いた予測可能性研究 

〇台風進路予報誤差が大きかった事例の誤差要因の調査 

・気象庁が 1991 年より実施している「WGNE 熱帯低気圧予測の国際比較」に関して、

レビュー論文を発表し、①進路予報誤差は、全球、半球毎、海域毎の検証の何れで

も減少傾向である、②例えば北西太平洋域では、過去およそ 20 年間で予報期間にし

て 2.5 日分の誤差が減少している、③コンセンサス手法による進路予報は、南イン

ド洋域を除いてどの海域でも有効である、ことなどを示した。また、依然として存

在する大外し事例とその特徴に関して報告した。 

・WGNE 熱帯低気圧予測の国際比較の台風追跡データ、および TIGGE データを用いて

台風進路予測の大外し事例の体系的な調査を行なった。大外し事例が起こる要因を

大きく 8 つ分類し、センター毎の特徴をまとめた。例えば気象庁では、台風周辺の

非軸対称構造やモンスーントラフの表現により大外しとなっている事例があること

が分かった。 

・気象庁全球モデルの初期値から ECMWF の全球モデルを実行する環境を構築した。

また、気象庁の予測システムで誤差が大きく、ECMWF の予測システムでは誤差が小

さかった台風 YAGI(2013)に関して数値実験を実行した。結果、気象庁の初期値でも

ECMWF のモデルで実行することにより進路予測が改善することが分かった。今後詳

細な解析を行うとともに、事例数を増やして調査する。 

・ECMWF の全球モデルの初期値から中国気象局の全球モデル(GRAPES)を実行し、台

風進路予測の精度検証を行った。進路予測の精度が大幅に改善することが分かった。

GRAPESの初期値に見られる、台風の初期強度が弱い、中心付近の水蒸気量が少ない、

太平洋高気圧が弱い、モンスーントラフが強いなどの違いが原因であると分かった。 

・北上バイアスが顕著であった 2014 年の台風第 11 号(Halong)を対象に、その要因

を、NHM を使用したアンサンブル予報実験、およびシミュレート衛星画像（TMI, GMI, 

AMSR2）を用いた台風の構造検証、鉛直シアーと台風の鉛直構造変化の観点から調査

したが、依然として原因が解決できていない。 

・MRI-NAPEX を用いて、2017 年の台風 Lan に対してドロップゾンデ観測で得られた

データを用いて観測システム実験を実施した。結果、台風の進路予報が改善するこ

とが分かった。 

・MRI-NAPEX を用いて、台風の強度予測を対象とする感度解析手法を開発した。計

算される感度は主に、台風の二次循環を強化するという摂動が求まることが分かっ

た。一方、二次循環の強化は非軸対象的に表れることも分かった。 
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〇台風予報・解析技術高度化プロジェクトチーム対応：進路予報 

・海外の気象センターの予測結果を含む複数の予測結果を用いて作成する決定論的

台風進路予測（コンセンサス予測）の現業利用での有効性を示した。研究成果を受

け、2015 年の台風シーズンからコンセンサス予測が現業化された。結果、1 日先か

ら 5日先までのすべての発表予報がこれまでで最も高い精度となった。 

・WMO の研究プロジェクトとして、「北西太平洋アンサンブル予報プロジェクト」を

実施し、マルチモデルアンサンブルによる進路予報の有効性を示した。R2O が達成

され、2015 年より、台風委員会メンバー国へリアルタイムプロダクトの配信を開始

した。また、本庁予報課と協力して、マルチモデルアンサンブルに基づく予報円の

現業化を目指している。 

・コンセンサス予測における選択的アンサンブル平均の有効性に関して調査を行な

った。単純なアンサンブル平均よりも選択的アンサンブル平均の方が精度は改善す

るが、最も精度の高い決定論的予測と比較すると選択的アンサンブル平均の効果は

小さかった。本庁予報課と協力して、継続して選択的アンサンブル平均の有効性を

調査している。 

〇台風予報・解析技術高度化プロジェクトチーム対応：発生予報 

・早期ドボラック解析と現業の全球中期アンサンブル（TIGGE）を用いた２日先の

台風発生予測手法及び TIGGE を用いた 5日先の台風発生予測手法を開発し、現業利

用での有効性を示した。研究成果を受け、2016 年度より台風活動予報プロダクトの

台風委員会メンバー国への提供を開始するとともに、予報課において現業利用され

ている。 

・台風の発生に対応した熱帯低気圧追跡アルゴリズムを開発して、予報課に提供し

た。提供したプログラムは予報課で現業利用されている。 

・現業の全球 1ヶ月アンサンブル（S2S）を用い、1ヶ月スケールの台風発生予測の

利用可能性、また 2016 年前半の不活発な台風活動の予測可能性を調査した。1ヶ月

予測は、2016 年前半の不活発な台風活動、またその後の活発な台風活動を（定性的

には）予測できていた、ハインドキャストの解析の結果、1 ヶ月予測は台風発生数

の季節変動をとらえているが、センターによってはバイアスが大きいことが分かっ

た。 

 

（副課題２） 

2-a) 強度推定手法の改善 

〇衛星観測データによる台風強度推定法改良 

・TMI 輝度温度データによる台風強度推定法の応用として、SSMIS 輝度温度データに

よる台風強度推定法を開発した。741 個のパラメータを主成分分析してそのスコア

を説明変数、ベストトラック最大風速を被説明変数とする回帰式を作成することに

より、独立資料で 6.3m/s 程度の推定精度が得られた。 

・SSMIS による 2007～2011 年の輝度温度パターンの主成分分析を用いた台風強度推定

法の特性調査を行った。強度推定に用いた第 6 主成分までのうち、第 1 主成分は台

風の眼の壁雲やインナーコアバンドの発達に対応し、第 2 主成分は台風の水平スケ



11 

ールの大小に対応していること、また非対称性も第 5 主成分などで一部は表現され

ていることなど、それぞれ台風の構造の特徴を反映していることが分かった。 

・気象庁ベストトラックデータを用いて、台風急発達の出現に関する統計調査を行い、

出現特性に季節依存性があることが分かった。また、TMI 輝度温度データを用いた

台風強度推定法で利用したクラスター分析の結果を用いて、各パターンについての

急発達出現の特徴を調べ、急発達が発現する可能性のあるパターンと発現しないパ

ターンがあることが分かった。 

・TMI データを用いた台風強度推定法で使用した輝度温度パターン分類を用いて、沖

縄近海の台風の構造の調査を行った。この海域では眼の小さい典型的な構造の台風

は 9 月を除いて少なく、全期間を通して比較的眼の大きな台風が多いこと、また 8

月には活発な対流域が進行方向の後方にのみ偏った事例が多いことが分かった。そ

れらの構造変化にはアジア大陸の影響を受けた環境場の差異が寄与していることが

明らかになり、またこの構造変化によりこの海域の台風の強度が弱まる傾向がある

ことが示唆された。 

・台風強度推定・予測の検証資料となる気象庁ベストトラックデータへの影響が大き

い気象庁のドボラック解析について調査を行った。1980 年代の航空機観測と再解析

CI 数の比較から、現在使用されている CI 数と台風中心気圧の関係式は妥当である

ことが示された。ただし近年のベストトラックデータにおいても解析はその関係式

に忠実に行われており、結果的に特に強い台風の解析が行われにくくなっている可

能性も指摘された。 

・衛星観測を用いた強度推定値をより効果的に利用するため、ドボラック法及び AMSU

（及び ATMS）による台風中心気圧推定値からコンセンサス（最適推定値）を導出す

る手法の開発を行った。独立事例を用いた検証の結果、発達ステージを示す台風の

雲パターン毎に求めた中心気圧推定誤差（対ベストトラック誤差（RMSE））に基づく

重みを用いた手法を採用することにより、ドボラック法単独による推定よりも推定

誤差が減少することが分かった。 

・AMSU よりも空間解像度が高い ATMS を用いた台風中心気圧推定手法の開発を 2012～

2014 年の台風事例を用いて行なった。独立事例（2015～2017 年）に対して、AMSU

推定よりも対ベストトラック RMSE が小さくなる傾向、強い台風については過小推定

が改善する傾向などが確認された。 

〇現業ドップラーレーダーデータによる台風強度推定システム開発 

・現業ドップラーレーダーのドップラー速度データのノイズ除去法、折り返し補正法

の改善を行いつつ、ドップラー速度を用いた台風強度推定システムを開発した。こ

のシステムで、2006 年から 2014 年までに日本に接近した台風ののべ 28 事例で強度

推定を行った結果、従来のドボラック法や AMSU による推定手法と同程度かそれ以上

の精度で強度推定できることが分かった。特にこの手法では、最大風速半径が 20－

70km の台風に対して推定精度が著しく良い（RMSE で 5.55hPa）ことが分かった。こ

のシステムは本庁予報部に導入・試験利用され、平成 31 年度にはベストトラックで

の実利用が予定されている。 

 

2－b）プロセス解明・予測可能性検討 

〇観測データ解析を用いたプロセス解明 

・MTSAT ラピッドスキャンデータを使って、画像間隔を 5、10、及び 15 分として算出

した台風内の上層 AMV（上層赤外風、水蒸気風）を、ゾンデ風を用いて検証した。

AMV 算出に使用する MTSAT 画像の時間間隔が短いほど算出数は増える一方ベクトル

差は増加傾向にあること、上層 AMV が対流圏界面直下付近の風の場を反映している
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こと等が分かった。また、上層 AMV を用いていくつかの台風事例（T1324 等）の上

層の風の場の特徴を調査し、急発達していた時間帯に、台風中心近傍の対流強化に

伴って上層接線風速と動径風速が急激に増大していたことが確認された。 

・ひまわり 8 号のターゲット領域観測データを用いて算出した上層 AMV（5 分間隔の

画像から算出）を、MTSAT データを用いて算出した上層 AMV（15 分間隔の画像から

算出）と風速、高度等について比較し、ひまわり 8 号の上層 AMV の方が、僅かに風

速が強く、算出高度及び領域が広い傾向などの違いを確認した。 

・上層 AMV から求めた台風上層の最大接線風速とベストトラック地上最大風速の間に

は高い相関（約 0.73）があり、上層最大接線風速から地上最大風速を診断できる可

能性が示唆された。また、上層動径風（アウトフロー）の強さと台風発達率との間

には約 0.5～6 の正の相関があることや、強いアウトフローは、急発達に先行する傾

向などが分かった 

・三重眼構造となった 2012 年台風第 15 号について、現業ドップラーレーダーのドッ

プラー速度からリトリーブした風速場を利用して、眼の壁雲付近に存在する渦ロス

ビー波の解析を行うとともに、台風のトロコイダル運動と環境場の鉛直シアーに伴

って台風渦の鉛直傾きの向きや眼の壁雲の非対称性が変化している可能性を指摘し

た。 

・2015 年台風第 6号が先島諸島近海通過時に眼の壁雲が形成され再発達したことにつ

いて、レーダー及び地上観測データを用いて調査を行った。この台風は、200-850hPa

間の鉛直シアーが 11m/s 以上あったにもかかわらず、対流に好都合な環境場で約 5

時間の間に高度2kmの軸対称平均接線風が30m/sから45m/sに増大した事例だった。

強い鉛直シアーにより台風渦が傾いたことが対流バーストのトリガーとなり、その

後の発達につながったと考えられる。またその際、台風渦が一度アップシアー側に

歳差運動しており、一連の振る舞いの特徴は、台風渦が鉛直シアーに対抗して直立

化するという理論と定性的に整合していた。また眼の中に形成されたメソ渦と台風

の速い移動速度（～20m/s）に伴って下地島で著しい暴風（最大瞬間風速 58.6m/s）

が吹いた可能性があることを明らかにした。 

・石垣島接近直前に眼の壁雲交換と急発達を経験した 2015 年台風第 15 号の構造変化

をレーダー解析した。この台風は、急発達開始時に、最大風速半径(RMW)すぐ外側の

対流圏下層（ただし境界層直上）にアウトフローが存在したことが特徴的だった。

このアウトフローは下層 RMW の急収縮に寄与し、その結果、RMW の傾斜が次第に大

きくなった。急発達が進行すると、壁雲のすぐ外側の対流圏下層のアウトフローが

インフローに変わり、接線風の強い領域が次第に外側に拡大した。その後、新たな

第二壁雲の形成が見られた。さらにこの時の境界層プロセスを調べるため、境界層

モデルを用いて境界層構造を診断した。その結果、対流圏下層のアウトフロー卓越

域に対応する境界層領域で摩擦収束と超傾度風が起きていたことが分かった。 

・2016 年台風第 18 号の強度・構造変化を観測データに基づき調査した。台風は最盛

期には推定中心気圧 900-910hPa、高度 2km の軸対称平均接線風で 70m/s 以上あった

が、沖縄本島接近時には急衰弱していた。この時、アウターレインバンドは発達過

程にあり、対流圏中層に風速極大が見られた。その後、アウターレインバンドの軸

対称化とともに対流圏下層のインフロー、対流圏界面付近のアウトフロー強化が見

られ、接線風領域は外側に拡大した。解析期間の最後には、部分的な眼の壁雲交換

が開始した。 

〇数値シミュレーションを用いたプロセス解明 

・2012 年と 2013 年の台風のうち急発達をした事例を選び、気象研究所非静力学大気

モデルを用いて数値実験を実施した。水平解像度を 5 ㎞と 3 ㎞と変えて実験した場
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合、3 ㎞を用いることで発達率は大きくなった。しかし、ベストトラックで見られ

たような急発達過程を再現するには至らない事例がほとんどであった。要因の 1 つ

として、数値モデルは台風の眼を大きく再現してしまうために中心気圧が下がらな

いことがあり、これまでに海面摩擦や境界層過程の物理スキームの変更では改善で

きていないことから、初期値での適切な表現またはスピンアップが重要であること

を示した。 

・2014 年台風第 19 号について、水平解像度を変えてアンサンブル実験を行い、台風

発達率・サイズに対する水平解像度依存性を調査した。解像度を 3 ㎞まで上げた場

合、発達率は大きくなり、また最大風速半径の収縮や風速 15m/s 半径の拡大に有意

な変化が見られた。また、メンバー間のばらつき要因を調べると、解像度 2km の場

合は初期の最大風速半径の影響が予報後半まで残り、解像度 10km の場合は初期の水

蒸気場に対する感度が 5km より高解像度のものと異なることが分かった。 

・台風急発達過程がドップラーレーダーで捉えられた 2015 年台風第 15 号について、

水平解像度 2㎞、1㎞、0.5 ㎞及び境界層スキーム、海面フラックスを変えた数値実

験を実施した。これらの感度実験から、海面フラックスが強度及び強度変化に最も

影響が大きく、現業MSMで使用されているBeljaars and HoltslagからCOAREversion3

に変更することで、観測で見られた強度に達することが分かった。1km より低い解

像度では、気圧低下を十分に再現できないものの、最大風速半径の収縮と風速の増

加はある程度再現されていることが分かった。0.5km 解像度では、衛星観測で見ら

れたような多重壁雲を捉え、それが消滅すると外側壁雲の収縮が始まることが分か

った。 

・フィリピンに上陸し、甚大な自然災害をもたらした 2013 年台風第 30 号の最大強度・

急発達及び海洋との相互作用との関係を解明するため、海洋貯熱量(TCHP)を用いて

台風強度変化との関係について解析を行ない、また非静力学大気波浪海洋結合モデ

ルを用いて数値シミュレーションを実施した。TCHP に関しては、60kJ/cm2を超える

海域で台風は強化しやすいこと、台風直下での TCHP の値は台風の最大強度に影響を

与えることが明らかとなった。結合モデルに関しては、最大強度を再現する上で、

水平解像度を 1km にしても不十分であったことから、Bao(2000)の海面飛沫のスキー

ムを新たに導入した。これにより台風域における潜熱・顕熱は増加し、水平解像度

2km で従来よりも現実的に最大強度を再現することができるようになった。 

・2013 年台風第 30 号の予測不確実性と、海洋との相互作用が台風内部における力学・

熱力学に与える影響を解明するため、水平解像度 7km の非静力学大気波浪海洋結合

モデルを用いて、海洋初期場を 33 通りに代えたアンサンブル実験を非結合モデルと

ともに実施した。また類似台風として 1990 年台風第 25 号の実験を 2013 年台風第

30 号同様実施した。海洋初期値の違いは海面飛沫の効果と同様、摩擦収束により台

風内部の熱力学場に反映され、また２次循環の強さと密接に関わりをもつことによ

り、台風強度に影響を与えていた。一方で、2013 年台風第 30 号と 1990 年台風第 25

号の内部領域の大きさの違いは、大気環境場における初期循環の大きさに依存し、

海洋環境場はほとんど影響していないことが明らかとなった。 

・海面飛沫の効果を導入した水平解像度 3km の非静力学大気波浪海洋結合モデルを用

いて、2016 年台風第 10 号の数値シミュレーションを発生時期から北日本東部に上

陸するまでの約９日間について実施した。海水温に関する感度実験結果から、対流

バースト域における海面水温が高いと、中心気圧の変化は小さいものの、最大風速

は急激に強化する可能性があることを示した。 

・鉛直シアーが台風に及ぼす影響の緯度依存性を理想化実験で体系的に調べた。低緯

度では鉛直シアーが台風の発達を抑制する効果が強く、また、ダウンシア側での上
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昇流、低温偏差、トラフ軸の傾きなどの非対称構造が先行研究と整合的であった。

一方で、これらの鉛直シアーの効果は中緯度に近づくほど傾圧的なプロセスの影響

によって現れにくくなり、鉛直シアーは積雲対流を組織化して台風の形成に寄与す

るという亜熱帯低気圧や熱帯低気圧化（北大西洋で多く報告されている）に似た現

象が再現された。 

・気象衛星センターが試験的に作成しているひまわり 8号の高解像度 AMV を同化する

ことで、領域モデルを用いた台風予報が改善するか調査した。2016 年台風第 1 号、

14 号、17 号の 3つについて、5日間の同化実験を行った。ひまわり 8号 AMV を 3DVAR

を用いて同化することで、台風進路は予報後半で改善することが分かった。しかし、

台風強度予報バイアスを見ると、弱化バイアスが大きくなることが分かった。弱化

バイアスが大きくなるのは、ひまわり AMV を同化することで最大風速半径外側での

接線風が強くなり、慣性安定度が大きくなることで下層吹き込みが弱化すること、

軸対称構造が崩れること、台風中心付近で乾燥化することの 3 点が台風発達を遅ら

せるためと考えられた。アンサンブル予報を用いたハイブリッド同化を用いること

で、弱化バイアスが改善することも確認された。 

・台風周辺の解析場の向上のため、ひまわり 8号のターゲット領域観測による AMV デ

ータを全球データ同化した。単発の事例で台風ボーガスの代わりに同化したところ、

台風強度予測を改善する結果が得られた。 

〇台風予報・解析技術高度化プロジェクトチーム対応：5日先台風強度予報 

・SHIPS（台風強度を予報する統計力学モデルの一つ)開発者の協力のもと SHIPS コー

ドを移植し、気象庁現業全球モデル(GSM)の予報値を用いて最大風速及び中心気圧を

予報する SHIPS を開発した。中心気圧を予報する SHIPS の開発は世界初であり、新

しい変数を導入することで精度の改善を図った。この SHIPS を本庁予報課に導入し、

平成 31 年度の台風シーズンから正式利用される予定となっている。 

・米国の開発者から提供いただいたベースコードを利用して、GSM 予報値や静止気象

衛星を用いて台風が 24 時間以内に急発達（RI）する確率（RI インデックス）を算

出するシステムを開発し、本庁予報課に導入し、試験利用されている。 

・GSMaP（全球衛星降水）データを使用して、台風の降水分布の軸対称度と強度変化

の関係を調べた。その結果、軸対称度が大きいほど、24 時間先までの強度変化量が

大きいという統計的関係が見出された。 

・SHIPS に台風内部構造情報を追加することにより、SHIPS の精度がさらに向上する

ことが分かった。内部構造変数として、軸対称度、最大降水量半径、降水域比率、

全積算降水量、ロスビー数を SHIPS に追加することで、最大 6%強の精度改善が得ら

れた。特に台風未満の熱帯低気圧や強度が定常の台風に対して改善率が大きく、

10-20％の改善が得られた。発達台風に対しても数％の改善が得られた。 

・軸対称モデル（CHIPS）を用いた台風強度予報実験を 5 年分行い、気象庁の発表予

報や予報部の現行の統計ガイダンスと比較した。CHIPS は台風事例によっては急発

達をよく表現できるものの、RMSE も大きくなることが分かった。また、GSM、統計

ガイダンス、CHIPS の単純平均した強度予報は発表予報よりも RMSE が小さくなるこ

とが分かった。 

・LGEM（台風強度を予報する統計力学モデルの一つ）の開発にあたり、SHIPS の説明

変数を利用して、予報方程式中の成長項の比例係数（κ）を導出した。中心気圧の

予測については、中心気圧の可能最大強度（MPI）の経験式を、JRA55 の海面水温デ

ータと気象庁ベストトラックデータを用いて、最大風速の MPI と同様の手法で作成

して実行可能とした。2013 年～2015 年までの 3年間の北太平洋領域の台風と TD に

対して LGEM の予測精度の統計検証を実施したところ、中心気圧の RMSE は 2 日予報
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でおよそ 16hPa、5 日予報ではおよそ 22hPa であった。さらに台風と TD で回帰係数

を別々に利用することにより TD の予測精度向上を図った。この結果、TD 時の中心

気圧の予測精度は向上したが、最大風速については予測前半を中心に精度が向上し

なかった。TD 時は気象庁ベストトラックに最大風速が記録されていないため、回帰

係数に適切に反映できなかったのが一因と考えられる。LGEM のプロトタイプを本庁

予報課に提供し、予報課で精度評価が実施されている。 

〇台風予報・解析技術高度化プロジェクトチーム対応：台風発生予報 

・台風発生予測ガイダンス（TCGI）では、擾乱の環境場を説明変数とするため、擾乱

の経路予測の情報が必要となる。そこで、気象庁 GSM の予測値を入力とした移流モ

デル RTAB を実行し、早期ドボラック解析（EDA）対象擾乱の経路予測を行うための

環境を構築した。EDA の対象となる擾乱から台風に発達する可能性を計算する実験

環境を構築し、台風急発達（RI）インデックスで利用されている説明変数(EDA 時は

統計に含めていない)を用いて、2013 年から 2015 年に発生した T数 1.0 以上の EDA

擾乱が 48 時間以内に台風に発達する可能性を計算する TCGI を実行し、予備的な精

度検証を実施した。 

 

2-c) 顕著台風事例解析 

・沖縄本島に強い強度での接近が予想され特別警報が発表された 2014 年台風第 8 号

について、衛星及びドップラーレーダーにより強度推定を行った。AMSU と TMI によ

る推定では、台風の発達のピークは南西諸島接近の 1 日程度前であったことが示さ

れた。一方、ドップラーレーダーの解析では、台風が久米島付近を通過した後にや

や再発達した可能性が示唆された。また南西諸島通過時の非対称構造と南側の大雨

について、客観解析値等を用いて解析を行い、チベット高気圧に伴う沈降の影響で

台風の非対称性が大きくなっていたことを示した。 

・2014 年の台風第 8 号等について、非静力学大気モデルによる再現実験を実施した。

海面水温に対する感度実験を行い、水平解像度が粗いほど感度が大きいことを示し

た。また、初期値を気象庁全球客観解析とメソ解析と変更した数値実験を実施した

結果、台風の発達が初期場に強く依存する事例がみられた。 

・2016 年の台風 10 号について、現業 MSM と同じ予報領域で再現実験を実施したとこ

ろ、過発達傾向であった。そこで、現業で使用されている海面水温解析値（MGDSST）

よりも水温低下を捉えている高解像度の海面水温解析値（HIMSST）を用いて再現実

験を行った。実験結果は大きくて 5hPa の過発達を抑える程度であった。この事例で

は、海面水温データの入れ替えのみでは台風による海面水温低下の効果を十分に表

現できていないことが分かった。 

・石垣島に顕著な最大瞬間風速（71.0 m s-1）をもたらした 2015 年台風第 15 号につ

いて、現業ドップラーレーダー及び極軌道衛星搭載マイクロ波放射計データを使用

して、台風の構造・風速場の解析及び台風強度推定を行った。その結果、台風は先

島諸島を通過した前後の17時間に約30hPaの中心気圧低下が起きていたことが示唆

され、またその急発達直前には壁雲交換が起きていたことが分かった。このことに

ついて、2015 年 9 月 29 日に報道発表を行った。 

・平成 27 年 9 月関東・東北豪雨に関連する 2 個の台風とその周辺の場の解析を行っ

た。日本海で温帯低気圧化した台風第 18 号と東海上の台風第 17 号の影響により上

層のトラフ・リッジの振幅が増大するとともに東日本上空で北向きジェットが強ま

ったこと、中層で低相当温位・高渦位空気が流入したことにより東日本上空で大気

が不安定化したことなどが分かった。 

・久米島の南で 905hPa にまで発達した 2016 年台風第 18 号について、ドップラーレ
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ーダーデータを用いて速報解析を行い、眼の壁雲や暴風の範囲が非常に小さくコン

パクトであったこと、進路の左側に強雨域と最大風速を有した台風であったことな

どについて、2016 年 10 月 7 日に報道発表を行った。 

・2018 年台風第７号、第８号及び西日本豪雨に関して、3km メッシュ非静力学大気波

浪海洋結合モデルにより数値シミュレーションを実施し、台風第７号が日本海を北

東に抜けた後、東海上の太平洋高気圧が南西に張り出したため、その東から南西に

延びたレインバンドが中部～西日本域で停滞する様子を再現することができた。 

・2018 年台風第 12 号に関して、3km メッシュ非静力学大気波浪海洋結合モデルによ

り数値シミュレーションを実施した。高度約 10000m にて、対流圏上層トラフから切

離され、南西に移動する寒冷渦と台風第 12 号が相互作用することにより、台風が移

動していく様相が再現された。 

 

（２）当初計画からの変更点（研究手法の変更点等） 

近年国際的には、５日先強度予報や数日先の台風発生予報を導入する諸国が増えつ

つあり、台風予測情報の高度化の動きが著しい。当庁が引き続き、RSMC として我が国

を含む北西太平洋域の台風災害の防止・軽減に引き続き主導的な役割を果たすために

は、台風予報のさらなる改善が不可欠である。このような背景から、平成 27 年 9 月、

本庁予報部及び気象研究所台風研究部は、台風予報・解析技術高度化プロジェクトチ

ームを設置し、平成 31 年度までを目途として以下の 5 つの任務を遂行することとし

た。それにより、既存の副課題 1-d において、台風発生予測ガイダンスの開発および

進路予報ガイダンスの高度化に関する開発を追加し、副課題 2-b において、5 日先台

風強度予報ガイダンスの開発を追加した。 

 5 日先台風強度予報ガイダンスの開発・現業導入 

 台風発生予測ガイダンスの開発・提供等 

 台風解析技術の高度化 

 進路予報ガイダンスの高度化 

 台風予報作業手順の改善等 

 

（３）成果の他の研究への波及状況 

・文部科学省：HPCI(次世代スーパーコンピュータ)戦略プログラム（分野３）防災・

減災に資する地球変動予測 超高精度メソスケール気象予測の実証」の琉球大学伊藤

耕介助教の研究で、領域大気データ同化システム開発のアンサンブルを用いた変分法

的同化法で開発した、周囲のアンサンブルを使う手法が利用されている。(副課題 1-c

関連) 

・インパクト評価システム（Forecast Sensitivity to Observations: FSO）につい

ては、WMO 主催の観測データの数値予報へのインパクト評価のワークショップ（2016

年 5 月上海）での主要数値予報センターや研究機関間の観測インパクトの相互比較プ

ロジェクトにも参加した。また、大気海洋結合同化システム（c6）の評価にも用いら

れている。 (副課題 1-a 関連) 

・本課題で開発された NHM-LETKF をベースとした大気海洋結合同化システムは、科学

研究費補助金若手研究 B「大気海洋結合データ同化手法を用いた台風予測可能性の解

明」及び科学研究費補助金基盤研究 C「台風強度予測精度向上のための台風強化停止
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プロセスの解明」で活用されている。(副課題 1-c 関連) 

・副課題 1-a で構築、運用している MRI-NAPEX は、気象研究所で実施している他の研

究課題（大気海洋結合同化システムの開発（c6））等でも基盤システムとなっている。 

・観測部・予報部と気象研究所との研究懇談会において要望のあった「大気・海洋環

境場の影響を受けた台風の強度・構造変化に関する研究」において、海洋環境場とし

て海水温 26℃以上の海水がもつ熱容量（Tropical Cyclone Heat Potential: TCHP)

に着目し、５日平均 TCHP と台風の発達率（気圧変化量で定義）との関係を調査し、

RSMC 技術報告書、量的予報技術資料、査読論文誌にまとめた。TCHP については気象

庁予報部予報課において試験運用のための習熟段階として利用されるようになった。

（副課題 2-b③関連） 

・本課題で開発し、本庁予報部で現業化した AMSU による中心気圧推定について、台

風委員会メンバー（国・地域）向けにウェブサイト（NTP サイト）でのリアルタイム

で提供を開始した（H27 年 5 月～）。（副課題 2-a 関連） 

・ATMS を用いた中心気圧推定法について、プロトタイプを本庁予報部に提供するとと

もに、台風委員会メンバー向けに NTP サイトでのリアルタイム提供を開始した（H28

年 6 月～）。（副課題 2-a 関連） 

・ドボラック法と AMSU の中心気圧推定のコンセンサス導出手法について、本庁予報

部に提供を行うとともに、台風委員会メンバー向けに NTP サイトでのリアルタイム提

供を開始した（H28 年 6 月～）。（副課題 2-a 関連） 

・本課題で開発した現業ドップラーレーダーのドップラー速度を用いた台風強度推定

のプロトタイプを本庁予報部に導入するとともに、2015 年に日本に接近した台風のレ

ーダー強度推定結果の提供や現業化に係る助言を適宜本庁予報部に行うなど、本庁予

報部におけるシステム構築に協力した。（副課題 2-a 関連） 

・米国海軍研究所提供の強度予報ガイダンス資料をルーチン的にモニターするイント

ラページを作成した。本庁でもモニター可能にすることで、本庁予報部での台風強度

予報ガイダンス導入に向けた支援を行った。（副課題 2-b 関連） 

・簡易台風強度予報モデル（CHIPS）による予報システム一式を整備・提供すること

で、本庁予報部での台風強度予報ガイダンス導入に向けた支援を行った。（副課題 2-b

関連） 

・台風強度予報統計力学モデル（SHIPS）による予報システム一式を整備・提供する

ことで、本庁予報部での台風強度予報ガイダンス導入に向けた支援を行った。（副課

題 2-b 関連） 

・レーダー解析の技術を用い、フィリピンに甚大な被害をもたらした 2013 年台風第

30 号（ハイエン)の上陸直前の強度と内部構造について、現地レーダーデータを使用

して解析した。強度は、最大風速が高度 4km で 101m/s に達し、約 11m/s の比較的速

い移動速度が進行方向右側での風速増大に寄与していた。中心気圧は 906 ±4 hPa と

推定された。内部構造は、方位角平均接線風が高度 2km から 5km まで増大していた。

これは通常の台風の構造とは異なる。反射強度最大の半径は、最大風速半径の数 km

内側に位置していた。眼の壁雲における反射強度の分布は、高度 3km より上層では鉛

直シアーに対応して非対称構造が卓越していたが、3km 以下の下層ではより対称な構

造となっていた。（副課題 2-b 関連） 

 

（４）事前・中間評価の結果の研究への反映状況 

（中間評価を実施していないものは事前評価の結果の研究への反映状況） 
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〇A1 課題への寄与 

・NHM-LETKF を用いたひまわり８号輝度温度の全天候同化に関する研究（副課題 1-c）

は、中間評価で指摘された A1 課題「メソスケール気象予測の改善と防災情報の高度

化に対する研究」と連携して行っており、衛星データの高度利用により急発達した孤

立型対流性降水や線状降水帯の予測を改善することを示しつつある。 

・A1 課題との連携により、領域大気海洋結合同化システムによる 2015 年９月関東東

北豪雨の解析結果を解析し、海面水温解析場の精度向上により、線状降水帯の位置が

より観測に近づくことを確認した。 

〇観測データのインパクト評価 

・観測データのインパクト評価については、インパクトの確率的振る舞いを定量的に

評価し、スカラー理論と半定量的に一致することを示した。また、従来のエネルギー

ノルムによる評価に加え、インパクトの時空間構造についても予報誤差構造との比較

等により解析している。 

 

（５）今後の課題 

・数値予報システムは気象業務の最も重要な技術基盤の一つであり、その精度向上に

はデータ同化システムの精度向上が不可欠となっている。衛星データ同化手法の高度

化や新規衛星データの導入、特に、雲・降水域を含む全天候域の輝度温度の同化を行

うことが重要な課題である。また、ひまわり後継衛星等の将来の衛星観測を評価し観

測システムを検討するため、観測システムシミュレーション実験（OSSE）を実施する

必要がある。 

・全球データ同化の精度向上のためには、より多くの情報をより効果的に同化する必

要がある。今後はアンサンブルを用いた同化手法を導入し、4 次元（時空間）の背景

誤差共分散の高精度化、観測情報の大幅な拡充を可能とする構成、計算量の抑制と高

分解能化により、高度化する。また、観測誤差相関を考慮した高密度同化、水物質の

情報持った観測同化の高度化、境界付近のデータ等の新規観測の導入、観測情報の最

適な圧縮によって、観測情報を拡充することが課題である。 

・数値予報モデルの予測精度をさらに向上させるために、物理過程の高度化を進める

必要がある。特に、グレーゾーンに対応した積雲対流スキーム、格子内の部分雲の表

現など、積雲や雲・雲放射に関わる物理過程の改善が重要な課題である。 

・数値予報システムの研究成果の現業システムへの導入については、現業化の基準や

プロセスの明確化、共有、気象研究所の決定プロセスへの参加が重要な課題としてあ

る。 

・台風強度推定、台風発達に関わるメカニズム、台風強度予測に関しては、一定の成

果は得られた。一方で台風には発生から温帯低気圧化まで多様な段階があり、また段

階毎に大雨や強風といった局所的な大気現象が伴うことから、台風による自然災害の

防災という視点で見れば、多様化する研究ニーズに応えるため、より幅広に台風及び

台風に関わる諸現象を研究する必要がある。これに加えて、昨今の観測・モデル技術

の高度化に研究が十分対応しているとは言い難いのが現状である。高度化した観測・

モデル技術は、現在の人員で対応するには限界があることから、国内外の研究者との
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連携を築くことにより、多様化する研究ニーズに対応していくことが望ましい。 

 

５．自己点検 

（１）到達目標に対する達成度 

本研究はほぼ当初計画通り、もしくは計画以上に進捗しており、到達目標は達成し

たと言える。全球、領域の予報解析システム（特に物理過程）の改良、これらを用い

た台風進路予報の精度向上、衛星観測データの同化の高度化を進めている。ひまわり

や衛星搭載マイクロ波、ドップラーレーダーを用いた強度推定手法の開発、数値予報

モデルを用いたプロセスの解明などを進め、台風の発達や衰弱に関する知見が得られ

ている。 

 

（２）到達目標の設定の妥当性 

本研究は副課題 1、２共に、到達目標はほぼ達成している。このため、当初の到達目

標の設定は全体的には妥当であったと考える。 

但し、本庁予報部及び気象研究所台風研究部が設置した、台風予報・解析技術高度

化プロジェクトチームに関連して、既存の副課題 1-d において、台風発生予測ガイダ

ンスの開発および進路予報ガイダンスの高度化に関する開発を追加し、副課題 2-b に

おいて、5 日先台風強度予報ガイダンスの開発を追加する、計画の変更を行なってい

る。 

 台風研究については、気象業務上の緊急性の変化などが今後も予測されるので、到

達目標についても、気象庁予報部等との打ち合わせを通じて、研究期間中に柔軟に見

直しを行なう必要があると考える。 

 

（３）研究の効率性（実施体制、研究手法等）について 

・気象研究所のスーパーコンピュータを利用して、最新の全球、領域の予報解析シス

テムを開発し、また最新の衛星・レーダー等の多様なデータを利用した台風の高度な

解析手法の開発を行っている。副課題 1と副課題 2、他課題(A1,A2,C1,c6)、及び JAXA

等の外部との共同研究で連携して、数値予報モデルやリモートセンシングデータを複

合的に用いた研究も進めるなど、効率的に研究開発を進めることが出来ており、研究

手法は極めて効率的であると言える。 

・本庁予報部と台風研究部が中心となって設置した問題解決型のプロジェクトチーム、

「台風予報・解析技術高度化プロジェクトチーム」は、現業部門と研究部門が有機的

に連携し、リソースを集中化させることによって、短期間に多くの成果を出すこと

ができた。 

 

（４）成果の施策への活用・学術的意義 

・台風進路予報改善のために、全球、領域の予報解析システム（特に全球データ同化、

物理過程）の改良は最重要な課題である。また、予報改善のために衛星観測データの

同化の高度化も不可欠である。従って、これらに取り組んだ本研究の知見の活用は、

台風進路予報改善にきわめて有用である。 
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・衛星やレーダーを用いた台風強度推定や、SHIPS,CHIPS といった強度予報ガイダン

スは、本庁予報部に提供され、台風解析で利用、あるいは利用に向けたリアルタイム

モニターが行われている。今後はLGEMや発生ガイダンスなども提供する予定であり、

台風解析・予報業務への寄与は大きい。学術的にも、詳細な台風の構造や発達のメカ

ニズムについては未知の部分が多くあり、レーダー・衛星・モデルを使った単独ある

いは多面的な調査は極めて重要である。また、本研究で得た台風の発生・発達機構に

関する知見は、予報現場での現象把握能力向上に寄与している。 

 

（５）総合評価 

研究はほぼ当初計画通り、もしくは計画以上に進捗している。台風進路予報改善の

ために、全球、領域の予報解析システム（特に全球データ同化、物理過程）の改良の

研究と、これらのシステムへの衛星観測データの同化の研究を着実に進めた。衛星や

レーダーを用いた強度推定手法の開発・検証・改良は順調に進み、本庁への導入も行

った。これらのプロダクトや、数値予報モデルを用いた急発達や構造変化プロセスの

調査も進展した。 

台風予報・解析技術高度化プロジェクトチームのために、台風発生予測ガイダンスの

開発、進路予報ガイダンスの高度化に関する開発、5日先台風強度予報ガイダンスの

開発を行い、成果を本庁に提供した。 

台風の構造や発生・発達のメカニズムの科学的解明は、気象学の進展に貢献すると

ともに、気象庁の数値予報システムの高度化や、台風監視・解析・予報業務に活かさ

れ、 台風がもたらす豪雨や強風、高潮などの災害軽減に役立つことから、本研究課

題で得られた成果の意義は高い。 
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調査, 日本気象学会 2014 年度秋季大会, 2014 年 10 月, 福岡県福岡市  

101. 嶋田宇大, トロコイダル運動している T1215 の内部構造のレーダー解析, 日本気象学会

2014 年度秋季大会, 2014 年 10 月, 福岡県福岡市  

102. 山口宗彦, 熱帯低気圧観測における航空機の利用, 日本気象学会第 42 回メソ気象研究

会, 2014 年 10 月, 福岡県福岡市  

103. 嶋田宇大, 和田章義, ドップラーレーダーによる T1215 のトロコイダル運動及びその内部

構造の解析, 日本に接近する台風に関するワークショップ, 2014 年 10 月, 沖縄県中

頭郡西原町  

104. 岡本幸三, 石井昌憲, Philippe Baron, 落合啓, 石橋俊之, 田中泰宙, 蒲生京佳, 高橋千

賀子, 衛星搭載風ライダーの同化に向けて：観測システムシミュレーション実験

(OSSE)を用いた数値予報インパクト調査, 第 32 回レーザセンシングシンポジウム, 

2014 年 9 月, 岐阜県高山市  

105. 和田章義, 台風 1330 号(Haiyan)における大気海洋環境場の役割, 日本気象学会 2014 年

度春季大会, 2014 年 5 月, 神奈川県横浜市  

106. 山口宗彦, 観測データを用いたアンサンブルスプレッドとアンサンブル平均予報誤差の関

係の診断, 日本気象学会 2014 年度春季大会, 2014 年 5 月, 神奈川県横浜市  

107. 石橋俊之, 随伴演算子による観測データのインパクト評価とその応用（続報）, 日本気象学

会 2014 年度春季大会, 2014 年 5 月, 神奈川県横浜市  

108. 青梨和正, 折口征二, 岡本幸三, 台風進路予報のための領域非静力データ, 日本気象

学会 2014 年度春季大会, 2014 年 5 月, 神奈川県横浜市  

109. 青梨和正, 小山亮, 石橋俊之, 岡本幸三, 石元裕史, 小田真祐子, 次世代のマイクロ波

イメージャ降水リトリーバルアルゴリズム開発（その２）, 日本気象学会 2014 年度春季

大会, 2014 年 5 月, 神奈川県横浜市  

110. 石元裕史, 岡本幸三, 岡本創, 佐藤可織, 赤外サウンダ AIRS データの 1DVAR リトリーバ

ルから推定した北極域対流圏中上層の水蒸気場と CloudSat/CALIPSO 解析による雲

情報との関係, 日本気象学会 2014 年度春季大会, 2014 年 5 月, 神奈川県横浜市 
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111. 北畠尚子, 加藤輝之, 津口裕茂, 小山亮, 櫻木智明, 嶋田宇大, 台風 1318 号の発達と

それに伴う近畿地方の大雨の発生要因, 日本気象学会 2014 年度春季大会, 2014 年

5 月, 神奈川県横浜市  

112. 和田章義, 数値シミュレーションによる台風発達の研究, 第 41 回メソ気象研究会, 2014 年

5 月, 東京都千代田区  

113. 北畠尚子, 日本付近の台風の構造変化, 第 41 回メソ気象研究会, 2014 年 5 月, 東京都

千代田区  

 

イ．ポスター発表 

・国際的な会議・学会等：26 件 

1. Okamoto, K., A. Wada, H. Tsuguti and N. Seino, Air-Sea Coupled data assimilation for 

typhoons Kilo and Etau and the September 2015 Kanto-Tohoku heavy rainfall, Asia 

Oceania Geosciences Society 15th Annual Meeting (AOGS2018), 2018 年 6 月, アメリ

カ, ホノルル  

2. Wada, A., and R. Oyama, Relation of convective bursts to changes in the intensity of 

typhoon Lionrock (2016) simulated by an atmosphere-wave-ocean coupled model, 

JpGU meeting 2018, 2018 年 5 月, 千葉県千葉市  

3. Toshiyuki Ishibashi, Takeshi Iriguchi, Yosuke Fujii, Tamaki Yausda, Yuhei Takaya, Naoaki 

Saito, Kazutoshi Onogi, Numerical Weather Prediction Experiments using a Coupled 

Atmosphere-Ocean Data Assimilation System in JMA/MRI (2), 日本地球惑星科学連

合 2018 年大会, 2018 年 5 月, 千葉県千葉市  

4. Oyama, R., Characteristics of latent heating rate profiles for typhoons in 15 years from 

TRMM PR L2H25 data, 33rd Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology, 

2018 年 4 月, アメリカ, ポンテベドラ  

5. Shimada, U., H. Owada, M. Yamaguchi, T. Iriguchi, M. Sawada, K. Aonashi, and M. 

DeMaria, Further Improvement in the SHIPS Using Rainfall and Structural Features, 

33rd Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology, 2018 年 4 月, アメリカ, ポン

テベドラ  

6. Oyama, R., and K. Shimoji, An Application of Upper Tropospheric Atmospheric Motion 

Vectors Derived from Himawari-8 Super Rapid Scans to Tropical Cyclone Nowcasting, 

EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2017, 2017 年 10 月, イタリア, ローマ

7. Yamaguchi, M., Evaluating TC genesis and precipitation forecasts using S2S, ECMWF 

Annual Seminar 2017, 2017 年 9 月, イギリス, エクセター  

8. Shimada, U., M. Sawada, and H. Yamada, Rapid Intensification of Typhoon Goni (2015) After 

Eyewall Replacement: Doppler Radar Analysis, 第 14 回アジア・オセアニア地球科学連

合大会（AOGS2017）, 2017 年 8 月, シンガポール, シンガポール  

9. Shimada, U., H. Owada, M. Yamaguchi, T. Iriguchi, M. Sawada, K. Aonashi, and M. 

DeMaria, Further improvement in the SHIPS using inner‐core structure information, 

第 14 回アジア・オセアニア地球科学連合大会（AOGS2017）, 2017 年 8 月, シンガポー

ル, シンガポール  
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10. Toshiyuki Ishibashi, Takeshi Iriguchi, Yosuke Fujii, Tamaki Yausda, Yuhei Takaya, Naoaki 

Saito, Yoshiaki Takeuchi, Numerical Weather Prediction Experiments using a Coupled 

Atmosphere-Ocean Data Assimilation System in JMA/MRI, JpGU-AGU Joint Meeting 

2017, 2017 年 5 月, 千葉県千葉市  

11. Shimada, U., H. Owada, M. Yamaguchi, T. Iriguchi, M. Sawada, K. Aonashi, and M. 

DeMaria, Further improvement in the JMA/GSM SHIPS by using GSMaP, 71st Tropical 

Cyclone Operations and Research Forum 2017, 2017 年 3 月, アメリカ, マイアミ  

12. Wada, A., and M. Kunii, Regional Coupled Atmosphere-Ocean Assimilation System Based 

on NHM-LETKF, 97th American Meteorological Society Annual Meeting, 2017 年 1 月, 

アメリカ, シアトル  

13. Shimada, U., H. Owada, M. Yamaguchi, T. Iriguchi, M. Sawada, K. Aonashi, and M. 

DeMaria, Further improvement in the JMA/GSM SHIPS by using GSMaP, 97th 

American Meteorological Society Annual Meeting, 2017 年 1 月, アメリカ, シアトル  

14. Okamoto, K., K. Aonashi, T. Kubota, and T. Tashima, Assimilation of the GPM-Core DPR 

reflectivity profiles for Typhoon Halong (2014), 8th IPWG and 5th IWSSM Joint 

Workshop, 2016 年 10 月, イタリア, ボローニャ  

15. Oyama, R., Relationship between latent heating and tropical cyclone warm core structure 

analyzed using satellite-based products, Joint AMS 21st Satellite Meteorology, 

Oceanography and Climatology Conference and 20th AMS Conference on Air-Sea 

Interaction, 2016 年 8 月, アメリカ, マディソン  

16. Shimada, U., M. Sawada, and H. Yamada, Observational study on RI of Typhoon Goni (2015) 

after eyewall replacement, 台風セミナー2016, 2016 年 8 月, 愛知県名古屋市  

17. Okamoto, K., S. Ishii, P. Baron, K. Gamo, T. Ishibashi, T. Tanaka and T. Kubota, Observing 

system simulation experiment (OSSE) for future spaceborne Doppler wind lidar in 
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Y. Takeuchi, Simulated Tropical Cyclone Intensity and Structure using high-resolution 

nonhydrostatic global model, JpGU meeting 2016, 2016 年 5 月, 千葉県千葉市  

19. Wada, A., and M. Sawada, Numerical simulations of Typhoon Haiyan in 2013 , JpGU meeting 

2016, 2016 年 5 月, 千葉県千葉市  

20. Okamoto, K., S. Ishii, P. Baron, T. Ishibashi, T. Y. Tanaka, T. Kubota, R. Oki, K. Gamo, 

Observing Simulation System Experiment (OSSE) of spaceborne Doppler wind lidar in 

Japan., SPIE Asia-Pacific Remote Sensing 2016, 2016 年 4 月, インド, ニューデリー  

21. Wada, A, The relation of tropical cyclone heat potential to tropical cyclone intensity in the 

western North Pacific and the simulations by an atmosphere-wave-ocean coupled 

model, 2016 Ocean Sciences Meeting, 2016 年 2 月, アメリカ, ニューオーリンズ  

22. Nasuno,T., H. Yamada, M. Nakano, H. Kubota, M. Sawada, and R. Yoshida, Controlling 

Factors of the Tropical Cyclone Genesis Over the Western North Pacific: A Case Study 
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(TY0806) Using a Global Nonhydrostatic Model, Asia Oceania Geosciences Society 

12th Annual Meeting (AOGS2015), 2015 年 11 月, シンガポール, シンガポール  

23. Oyama, R., K. Shimoji, and M. Sawada, Use of upper-tropospheric Atmospheric Motion 

Vectors (AMV) for diagnosing tropical cyclone intensity, 第 6 回アジア・オセアニア気

象衛星利用者会議, 2015 年 11 月, 東京都  

24. Okamoto, K., K. Aonashi, S. Origuchi, and T. Tashima, Progress of assimilating space-borne 

precipitation radars, 4th International Symposium on Data Assimilation, 2015 年 2 月, 

兵庫県神戸市  

25. Okamoto, K., K. Aonashi, and T. Tashima, Towards the assimilation of space-borne 

precipitation radar in the ensemble-based variational scheme., 7th workshop of the 

International Precipitation Working Group, 2014 年 11 月, 茨城県つくば市  

26. Shimada. U., A. Wada, K. Yamazaki, and N. Kitabatake, Role of Low-level Baroclinicity in 

the Development of Polar Lows over the Sea of Japan, 第 10 回メソスケール気象と熱帯

低気圧に関する国際会議, 2014 年 9 月, アメリカ, ボルダー  

 

・国内の会議・学会等：31 件 

1. 石橋俊之, 航空機データの全球数値天気予報へのインパクトについて, 日本地球惑星科

学連合 2018 年大会, 2018 年 5 月, 千葉県千葉市  

2. 吉村裕正, 中川雅之, 和田章義, 入口武史, 山口宗彦, 沢田雅洋, 杉正人, 川合秀明, 

新藤永樹, 中野満寿男, 那須野智江, 大西領, 川原慎太郎, 渕上弘光, 後藤浩二, 

坂内健大, 松本圭太, 複数の次世代非静力学モデルを用いた高解像度台風予測実

験, 平成 29 年度地球シミュレータ利用報告会, 2018 年 4 月, 東京都港区  

3. 小田真祐子, 全球モデル用アンサンブルに基づく変分法同化法のための相関構造の調査
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9. 和田章義, 国井勝 , NHM-LETKF 大気波浪海洋結合システムにおける海面水温の制御変
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光, 佐々木亘, 川原慎太郎, 山口宗彦, 入口武史, 杉正人, 川合秀明, 新藤永樹, 
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学会 2015 年度春季大会, 2015 年 5 月, 茨城県つくば市  
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川県横浜市  
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2014 年度春季大会, 2014 年 5 月, 神奈川県横浜市  

29. 北畠尚子, 櫻木智明, TRMM/TMI 輝度温度データで分類した台風の構造, 日本気象学会

2014 年度春季大会, 2014 年 5 月, 神奈川県横浜市  
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31. 小山亮, MTSAT ラピッドスキャン観測により得られた台風領域の上層風の精度検証, 日本リ

モートセンシング学会第 56 回（平成 26 年度春季）学術講演会, 2014 年 5 月, 茨城県

つくば市  

 

６.２ 報道・記事 

「異常気象と闘う（１） 強大な台風 正体に迫る」日本経済新聞、8月 12 日掲載 

台風第 15 号の特徴について、毎日新聞福岡本部、8月 26 日掲載 

台風第 15 号の解析に関する報道発表について、読売新聞、9月 29 日対応 

台風第 15 号の解析に関する報道発表と台風第 21 号による暴風について、NHK、9

月 29 日放送 

台風第 21 号による与那国島の強風、日本テレビ「スッキリ！！」、10 月 1 日放送 

「強力台風、繰り返す？ 史上最強クラスの８号接近」日本経済新聞（電子版）、2014

年７月７日掲載 

「台風発達 予測に挑む」日本経済新聞、2014 年９月７日掲載 

「ＮＨＫスペシャル 巨大災害 MEGA DISASTER 地球大変動の衝撃 第 2週 スー

パー台風 “海の異変”の最悪シナリオ」ＮＨＫ、2014 年 8 月 31 日放送 

 台風の航空機観測に関して取材対応（朝日テレビ･報道ステーション、8月 27 日） 

 海外での台風研究について（NHK・メガディザスター、2015 年 4 月 6 日） 

台風の航空機観測について（TBS･NEWS23、2015 年 4 月 22 日） 

 台風の全般的なはなし（TBS･NEWS23、2015 年 7 月 13 日） 

 衛星解析と全球アンサンブル予報を利用した台風発生予報について, 時事通信, 

記事掲載有り（平成 28 年 5 月 17 日） 

 衛星解析と全球アンサンブル予報を利用した台風発生予報について, 毎日新聞, 

記事掲載有り（平成 28 年 5 月 19 日） 

 台風の航空機観測について, NHK, 放映無し（平成 28 年 6 月 6 日） 

 台風の航空機観測について, TBS(NEWS23), 放映無し（平成 28 年 6 月 16 日） 

 衛星解析と全球アンサンブル予報を利用した台風発生予報について, 東京新聞, 

記事掲載有り（平成 28 年 7 月 1 日） 

 台風の全般的なはなし、および 2016 年台風第 1号の発生が遅いことについて, TBS

ラジオ（久米宏ラジオなんですけど）, 生放送 （平成 28 年 7 月 23 日） 

 台風の全般的なはなし、および 2016 年台風第 1 号の発生が遅いことについて, 

J-WAVE ラジオ（TOKYO MORNING RADIO）, 生放送 （平成 28 年 8 月 2 日） 

 立て続けに発生した台風の発生要因と進路のメカニズムについて, NHK ニュースウ

ォッチ９, 放映有り（平成 28 年 8 月 23 日） 

 最新の台風研究について, 日本テレビ(バンキシャ！), 放映無し（平成 28 年 9 月

15 日） 

 台風研究部で行っている研究に関して, 日刊工業新聞, 記事掲載有り（平成 28 年 9

月 16 日） 
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 今年の台風について, TBS(あさチャン), 放映有り（平成 28 年 10 月 6 日） 

 台風の航空機観測について, NHK(メガクライシス), 放映有り（平成 29 年 5 月 23

日） 

 コンセンサス手法による台風強度予報ガイダンスの開発，日本農業新聞, 記事掲載

有り（平成 29 年 5 月 18 日） 

 コンセンサス手法による台風強度予報ガイダンスの開発，読売新聞, 記事掲載有り

（平成 29 年 5 月 27 日） 

 コンセンサス手法による台風強度予報ガイダンスの開発，朝日新聞, 記事掲載有り

（平成 29 年 7 月 15 日） 

 台風の感度解析と観測システム実験について, NHK(メガクライシス), 放映有り（平

成 29 年 7 月 14 日, 8 月 8 日） 

 Nature に出版される論文「A global slowdown of tropical-cyclone translation 

speed.」に関する情報収集, 読売新聞, 記事掲載有り（平成 30 年 6 月 4 日） 

 Nature に出版される論文「A global slowdown of tropical-cyclone translation 

speed.」に関する情報収集, 読売新聞, 記事掲載有り（平成 30 年 6 月 4 日） 

NHK「クローズアップ現代」番組作成のための情報収集, NHK, 放映有り（平成 30 年 7

月 6 日） 

琉球大学、名古屋大学、気象研究所他：「2017 年台風第 21 号の航空機観測を用いた

強度解析と予測実験」,共同プレスリリース, 放映・記事掲載有り（平成 30 年 7 月 25

日） 

 

６.３ その他（３．（３）「成果の他の研究への波及状況」関連） 

 

山口宗彦：世界気象機関からの感謝状：THORPEX 活動への貢献、2014 年 11 月 17

日 

山口宗彦：日本気象学会正野賞：アンサンブル手法と特異ベクトル法による台風予

測技術の開発と研究、2015 年 10 月 29 日 

 

 


